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福
岡
市
中
央
区
に
あ
る
大お

お

濠ほ
り

公こ
う

園え
ん

は
、
広
々
と
し
た
水

面
を
持
つ
池
が
特
徴
的
な
県
営
公
園
で
す
。
平
成
十
九

（
二
〇
〇
七
）
年
に
は
国
の
名
勝
に
も
登
録
さ
れ
、
ボ
ー

ト
遊
び
や
釣
り
、
周
回
道
路
で
の
ジ
ョ
ギ
ン
グ
や
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
行
う
人
び
と
で
、
昼
夜
を
問
わ
ず
賑に
ぎ

わ
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
美
術
館
、
能
楽
堂
、
日
本
庭
園
も
あ
り
、

文
化
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
多
く
の
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
大
濠

公
園
が
今
の
姿
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
元
（
一
九
二
五
）

年
開
催
の
東
亜
勧
業
博
覧
会
の
跡
地
が
同
四
年
に
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
す
。

　
大
濠
の
原
型
と
も
い
え
る
堀
が
で
き
た
の
は
江
戸
時
代

の
こ
と
で
し
た
。
で
は
、
こ
の
堀
は
ど
の
よ
う
に
し
て
現

在
の
よ
う
な
人
気
の
公
園
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
濠
の
誕
生	

　

江
戸
時
代
以
前
の
大
濠
周
辺
は
、『
筑ち

く

前ぜ
ん
の

国く
に

続ぞ
く

風ふ

土ど

記き

』
に
「
入
海
の
潟
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
草く

さ

香が

江え

」

と
呼
ば
れ
る
入
江
で
し
た
。
十
七
世
紀
初
め
に
黒
田
氏
の

居
城
・
福
岡
城
の
築
城
に
と
も
な
い
、
西
側
を
守
る
防
御

施
設
「
大
堀
」
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
築
城
開
始
か

ら
二
年
後
の
慶け
い

長ち
よ
う

八
（
一
六
〇
二
）
年
に
は
、
ひ
と
ま

ず
大
堀
は
完
成
し
ま
す
（「
御
入
国
砌
諸
士
屋
鋪
割
帳
」）。

寛か
ん

永え
い

五
（
一
六
二
八
）
年
頃
に
福
岡
城
下
を
偵
察
し
た
幕

府
の
隠
密
は
当
時
の
大
堀
を
「
海
の
ご
と
く
」
に
見
え
た

と
記
し
て
い
ま
す
（『
筑
前
筑
後
肥
前
肥
後
探
索
書
』）。
そ

の
後
、
約
半
世
紀
を
か
け
て
大
堀
は
徐
々
に
整
備
さ
れ
て

い
き
ま
す
。

　
ま
ず
、
水
の
流
路
で
す
が
、
十
七
世
紀
初
め
の
大
堀
は

樋ひ

井い

川
の
河
口
の
入
江
と
し
て
荒あ

ら

戸と

山
（
現 

西に
し

公こ
う

園え
ん

）
の

東
側
で
海
と
繫
が
っ
て
い
ま
し
た
（

）。
そ
の
後
、
寛

永
九
年
ま
で
に
は
、
樋
井
川
の
河
口
は
大
堀
か
ら
切
り
離

さ
れ
西
側
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
樋
井
川
か
ら
の
流

水
に
よ
る
大
堀
へ
の
土
砂
の
堆
積
を
防
ぐ
目
的
が
あ
っ
た

た
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
併
せ
て
大
堀
の
北
西
側

に
黒く
ろ

門も
ん

川
と
菰こ

も

川
が
開
削
さ
れ
、
堀
の
水
は
荒
戸
山
の
西

側
へ
と
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
次
に
、
大
堀
の
周
囲
の
状
況
で
す
が
、
十
七
世
紀
前
半

の
段
階
で
は
、
東
側
の
城
郭
や
北
側
の
武
家
屋
敷
に
接
し

て
い
る
部
分
を
除
い
て
、
堀
の
南
西
側
は
葦
原
と
な
っ
て

お
り
、
明
確
な
区
切
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（

）。

た
だ
、
寛
永
期
の
絵
図
に
は
堀
の
南
側
の
一
部
に
は
幕
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府
か
ら
許
可
を
得
て
開
発
し
た
水
田
が
描
か
れ
て
お
り
、

徐
々
に
周
囲
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
（

）。

　
堀
の
境
界
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
大
堀
の
西
側
と
南
側

は
、
延え
ん

宝ぽ
う

七
（
一
六
七
九
）
年
に
土
手
が
完
成
し
、
あ
わ

せ
て
道
路
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
（

）。
ま
た
、
土
手
に

隣
接
す
る
土
砂
で
埋
も
れ
た
土
地
は
、
新
田
と
し
て
鳥と
り

飼か
い

村
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
（『
新
訂
黒
田
家
譜
』）。
大
堀
の
形

は
よ
う
や
く
こ
こ
で
定
ま
り
、
近
代
に
至
る
ま
で
変
わ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
完
成
し
た
堀
は
南
北
三
一
〇
間
（
約
六
〇
七
・
六
メ
ー

ト
ル
）、
東
西
は
三
〇
〇
間
（
約
五
八
八
メ
ー
ト
ル
）
と
広

大
で
（「
福
岡
城
下
町
・
博
多
・
近
隣
古
図
」）、
水
深
は
三

尺
二
寸
～
五
尺
（
約
一
～
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
で
し
た

（「
福
博
惣
絵
図
」）。

堀
は
い
ら
な
い

　こ
う
し
て
長
い
年
月
を
か
け
て
整
備
さ
れ
た
大
堀
で
す

が
、
土
砂
の
堆
積
は
続
い
た
た
め
、
福
岡
藩
は
そ
の
対
応

に
追
わ
れ
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
浚
し
ゆ
ん

渫せ
つ

し
て
土
砂
を
取
り

除
く
の
で
す
が
、
工
事
費
用
の
工
面
や
土
砂
の
処
理
に
つ

い
て
は
毎
回
苦
慮
し
た
よ
う
で
す
。

　
最
も
古
い
浚
渫
の
記
録
は
、
寛か
ん

文ぶ
ん

十
一
（
一
六
七
一
）

年
の
も
の
で
、
城
の
周
囲
の
堀
も
含
め
た
大
規
模
な
工
事

の
た
め
数
年
が
か
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
（『
新
訂
黒
田
家

譜
』）。
そ
の
後
、
寛か

ん

保ぽ
う

元
（
一
七
四
一
）
年
に
も
、
再
び

幕
府
へ
浚
渫
の
願
い
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
（『
新
訂
黒
田
家

【江戸時代〜明治時代初めの大堀】
福岡城や城下町が建設される以前の地形推定図。荒戸山の南側を入り口として、樋井川が流れ込む入江がひろがってい

たと推定される。入江の入り口を埋め立てたことで現在の荒戸2丁目や3丁目あたりの土地が造成された 寛永9（1632）
年から間もない頃の様子を描いた絵図。大堀の西側を流れるのは樋井川。南西側は陸地と堀との境界がはっきりとは描か
れていない。大堀の南側の水田が描かれた箇所に貼られた付箋に幕府の許可を得て新田としたことが記される 正保期
（1644 〜 1647）の大堀。大堀の南側一帯に植物が繁茂している様子がうかがえる。南西側は陸地と水面の境がはっきり
と分かるようになっている 安永 6（1777）年に作成された図。西側の一部が埋め立てられ大堀の形が変わっており、
南西側には堀に沿う形で道路が敷かれている 明治時代の大堀を追廻橋付近から撮影した写真。手前左下に堀を囲う石垣
の一部が見えている。奥の右側には張り出す木々に隠れるように花見櫓が見える。堀の水面を覆う植物が多く見られ、水
深が浅くなっていることがうかがえる

譜
』）。
こ
れ
に
対
し
幕
府
か
ら
は
、
浚
渫
は
毎
年
行
っ
て

よ
い
と
の
許
可
が
出
た
よ
う
で
す
（「
殿
中
日
記
」）。
し
か

し
、
財
政
の
問
題
か
ら
か
定
期
的
な
浚
渫
は
行
わ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
十
九
世
紀
に
は
、
大
堀
を
含
め
た
城
廻
り
の

堀
だ
け
で
な
く
、
城
の
東
側
に
あ
る
肥ひ

前ぜ
ん

堀ぼ
り

・
中な

か

堀ぼ
り

ま
で

を
も
含
め
た
堀
全
体
の
浚
渫
が
藩
の
課
題
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。

　
福
岡
藩
で
は
、
文ぶ
ん

化か

五
（
一
八
〇
八
）
年
に
イ
ギ
リ
ス

軍
艦
が
長
崎
港
に
侵
入
し
た
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
の
影
響

で
、
長
崎
警
備
関
連
の
支
出
が
増
え
、
財
政
が
き
び
し
い

状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
浚
渫
の
費
用
が
捻
出
で

き
ず
、
数
年
来
放
置
し
た
ま
ま
で
い
ま
し
た
。
文
化
十
一

年
に
は
、
家
老
か
ら
浚
渫
の
担
当
者
で
あ
る
御ご

要よ
う

害が
い

作さ
く

事じ

奉ぶ

行ぎ
よ
うに

対
し
て
、
対
応
策
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

奉
行
か
ら
出
さ
れ
た
案
は
、
黒
門
川
下
流
に
関せ
き

板い
た

、
つ
ま

り
、
板
を
並
べ
て
水
を
堰
き
止
め
る
こ
と
で
水
位
を
上
げ

る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
樋
井
川
か
ら
水
を
引
く

案
も
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
測
量
の
結
果
、
こ
の
案
は
難
し

く
、
関
板
の
設
置
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
法
は
早

速
効
果
を
あ
げ
、
二
カ
月
で
一
尺
五
寸
（
約
四
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
の
増
水
に
成
功
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
藩
主
黒く
ろ

田だ

斉な
り

清き
よ

か
ら
関
板
撤
去
の
強

い
要
請
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
水
が
溜

ま
る
と
「
死
水
」
と
な
り
水
が
腐
れ
て
悪
臭
が
発
生
す
る

こ
と
、
②
城
内
が
湿
気
が
ち
に
な
り
、
石
垣
に
も
悪
影
響

を
与
え
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
堀
が
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少
々
干
上
が
っ
て
も
構
わ
な
い
の
で
元
の
通
り
水
を
流
す

よ
う
に
と
の
意
向
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
家
臣
た
ち
は
、
大
堀
を
城
郭
を
守
る
重
要
な
施
設
と
し

て
捉
え
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
根
本
的
な
解
決
策

と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
堀
と
し
て
の

機
能
を
保
つ
た
め
に
、
水
を
堰
き
止
め
て
水
位
を
上
げ
る

と
い
う
方
法
を
取
り
ま
し
た
。
一
方
、
藩
主
斉
清
は
、「
干

上
が
っ
て
も
構
わ
な
い
」
と
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
堀

を
防
御
施
設
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。

　
斉
清
の
案
に
対
し
て
家
老
に
よ
る
説
得
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
結
局
関
板
は
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。
案
の
定
、
堀
の

水
位
は
下
が
り
、
三
年
後
に
は
大
堀
の
な
か
に
干
上
が
る

箇
所
が
現
れ
、
川
の
よ
う
な
流
れ
が
で
き
る
ほ
ど
の
状
況

と
な
り
ま
し
た
（「
殿
中
日
記
」）。

　
こ
の
一
件
は
、
堀
に
対
す
る
藩
主
と
家
臣
た
ち
の
認
識

の
違
い
を
如
実
に
あ
ら
わ
す
出
来
事
で
し
た
。

大
堀
の
管
理
者
は
誰
？

　

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
全
国
の

城
郭
は
す
べ
て
明
治
政
府
に
接
収
さ
れ
、
福
岡
城
も
国
の

所
有
と
な
り
ま
し
た
。
大
堀
を
含
む
城
周
辺
の
堀
は
、
国

の
機
関
で
あ
る
兵
ひ
よ
う

部ぶ

省し
よ
う（

の
ち
の
陸
軍
省
）
の
管
轄
で
し
た
。

そ
し
て
こ
れ
以
降
、
大
堀
の
管
理
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で

あ
ち
こ
ち
に
移
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
明
治
十
一
年
、
県
は
新
道
の
開
設
と
周
辺
の
開
発
を
目

的
に
、
陸
軍
省
へ
大
堀
の
利
用
を
要
望
し
ま
す
。
こ
の
要

望
は
そ
の
管
理
と
併
せ
て
受
理
さ
れ
ま
し
た
。
結
局
、
目

的
の
開
発
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
堀
の
管
理
は

そ
の
ま
ま
こ
の
時
点
で
軍
か
ら
県
へ
と
移
さ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
堀
の
北
に
あ
る
荒
戸
山
に
荒あ
ら

津つ

山
公
園
（
明

治
三
十
三
年
～
西
公
園
）
が
登
場
し
ま
す
。
開
園
は
明
治

十
四
年
の
こ
と
で
す
。
実
は
大
堀
は
、
荒
津
山
公
園
の
「
附

属
地
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
同
二
十
二
年
か
ら
は
福
岡
市
が
荒
津
山
公
園
の
管
理
を

引
き
受
け
、
福
岡
市
は
そ
れ
を
地
元
の
有
志
団
体
で
あ
る

「
愛
勝
会
」
に
委
託
し
て
い
ま
し
た
。
公
園
の
維
持
管
理
費

は
、
大
堀
を
公
園
の
附
属
地
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ

た
収
入
を
充
て
た
、
と
現
在
も
西
公
園
に
残
る
記
念
碑
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
堀
は
西
公
園
の
附
属
地
と
な
っ
た

こ
と
で
、
今
度
は
県
か
ら
公
園
を
管
理
す
る
福
岡
市
の
管

轄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
公
園
と
大
堀
は
明
治
三
十
三
年
度
か
ら
再
び

県
に
移
管
さ
れ
、
以
後
現
在
ま
で
県
が
管
理
す
る
場
所
と

な
り
ま
し
た
。
大
堀
の
管
理
者
は
と
て
も
短
い
間
に
、
軍
、

県
、
市
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

大
堀
は
一
大
漁
場
に

　
で
は
荒
津
山
公
園
の
維
持
管
理
費
を
支
え
た
「
大
堀
か

ら
得
ら
れ
た
収
入
」
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
明

治
二
十
四
年
に
福
岡
市
議
会
で
報
告
さ
れ
た
公
園
維
持
金

の
収
支
調
査
を
見
る
と
、
同
二
十
二
年
度
の
収
入
項
目
に

「
大
堀
魚
鳥
請
負
料
幷
ニ
下
草
採
料
」
が
計
上
さ
れ
て
い
ま
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り
ま
し
た
。
実
際
に
、
堀
の
水
産
資
源
に
目
を
つ
け
た
士

族
や
民
間
事
業
者
た
ち
が
、
魚
の
漁
や
養
殖
を
目
的
に
、

堀
の
利
用
申
請
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
新
た
な
漁
場
と
な
っ
た
大
堀
か
ら
上
が
る

収
益
は
、
明
治
二
十
三
年
の
記
録
で
は
四
四
円
余
と
な
っ

て
い
ま
す
。
実
は
明
治
九
年
（
一
説
で
は
十
年
）
に
で
き
た

東
公
園
の
維
持
管
理
費
も
、
そ
の
一
部
は
大
堀
か
ら
の
収

益
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
五
四
円
余
で
、
あ
わ
せ

て
九
八
円
余
で
す
。
大
堀
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
利
益
を

上
げ
る
ほ
ど
の
好
漁
場
で
し
た
。

　
そ
の
後
も
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
堀
の
清
掃
に

伴
っ
て
水
が
抜
か
れ
た
時
に
は
、
フ
ナ
千
斤
、
ウ
ナ
ギ

二
百
斤
、
コ
イ
百
斤
（
一
斤
は
六
〇
〇
グ
ラ
ム
）
に
及
ぶ
魚

が
獲
れ
、
こ
れ
ら
の
魚
は
大
阪
へ
運
ば
れ
た
と
い
い
ま
す
。

大
正
十
二
年
に
は
「
江
切
」
と
い
う
漁
獲
イ
ベ
ン
ト
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
料
金
三
円
を
参
加
費

と
し
て
支
払
っ
て
漁
を
す
る
も
の
で
、
福
岡
だ
け
で
な
く
、

佐
賀
・
佐
世
保
・
熊
本
な
ど
の
遠
隔
地
か
ら
総
勢
四
三
〇

人
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
時
に
は
コ

イ
・
フ
ナ
・
ボ
ラ
・
ス
ズ
キ
な
ど
が
獲
れ
、
こ
の
江
切
は

同
十
四
年
に
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

大
堀
の
埋
め
立
て
論

　

一
方
、
明
治
期
か
ら
堀
に
は
問
題
点
も
あ
り
ま
し
た
。

明
治
末
期
、
大
堀
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
ま
す
。
明
治

四
十
三
年
に
第
一
三
回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
が
大

明治 11年にわけられた大堀の管轄区域を示す図。朱線で区切られた城に近い部分が陸軍省、その
西側が福岡県の管轄となった 大正期の絵葉書に写された大堀。北西側から撮影したと思われる。
土砂が堆積し、葦が繁茂している 明治 42年の市街図。肥前堀は中堀から東側に伸びて、那珂川
に接続していた。図右の「共進会場」の北側半分の部分にあたる 大正 11年の長政公参百年祭記
念家庭博覧会で撮影された大堀。西公園参道の延長上にある堀中に鳥居を建てている。現在の西公園
入口交差点附近から撮影したと推測される 昭和2年東亜勧業博覧会会場を北側の上空から撮影し
た写真。着色を施している 東亜勧業博覧会開催中に発行された市街図。図では城に近い部分の堀
が埋め立てられずに残っているが、これが実情を反映させたものかどうかは不明

す
。
収
入
と
は
、
大
堀
に
お
け
る
魚
や
鳥
の
漁
猟
と
下
草

の
伐
採
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
の
こ
と
で
し
た
。

　
江
戸
時
代
、
大
堀
か
ら
獲
れ
た
魚
や
貝
は
、
藩
主
か
ら

家
臣
へ
の
下
賜
品
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
庶
民
の

立
ち
入
り
や
釣
り
を
含
め
た
漁
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
多
く
の
生
き
物
に
と
っ
て
堀
が
棲
み
や
す
い
環
境
と

な
る
下
地
を
作
り
ま
し
た
。

　
明
治
時
代
に
な
る
と
堀
の
利
用
は
可
能
に
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
場
合
は
県
→
内
務
省
→
陸
軍
省
と
申
請
を
上
げ
、

そ
の
可
否
を
問
い
合
わ
せ
る
と
い
う
手
続
き
が
必
要
と
な

堀
の
東
側
で
開
催
さ
れ
、
こ
の
会
場
整
備
に
と
も
な
っ
て

肥
前
堀
が
埋
め
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
肥
前
堀
か
ら
は
大
堀

に
那な

珂か

川
や
薬や

く

院い
ん

新し
ん

川
の
水
が
流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た

が
、
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
、
水
の
出
入
り
は
黒
門
川
に
限

ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
水
流
の
変
化
が
影
響
し
た
の
か
、
夏
に
な
る
と
大
堀
に

は
「
粉
蛾
」
が
大
量
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。
明
治
四
十
三
年
、
福
岡
県
は
養
殖
池
と
す
る
た
め
軍

が
管
轄
す
る
堀
を
借
用
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
粉
蛾
の

駆
除
対
策
の
一
環
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
粉
蛾
問

題
は
大
正
元
年
の
『
福
岡
日
日
新
聞
』
に
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
被
害
悪
化
の
原
因
は
、
養
殖
業
者
が
海

水
の
流
入
を
防
止
し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

　
粉
蛾
対
策
と
し
て
行
っ
た
養
殖
で
し
た
が
、
黒
門
川
口

を
閉
じ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
潮
の
干
満
に
よ
っ
て
流
れ

出
て
い
た
汚
泥
が
堆
積
し
、
水
質
が
悪
化
。
そ
れ
に
よ
り

粉
蛾
の
発
生
が
促
進
さ
れ
た
と
い
う
主
張
で
し
た
。

　
こ
れ
ら
水
質
悪
化
や
紛
蛾
の
被
害
に
よ
り
、
大
正
時
代

に
な
る
と
大
堀
埋
め
立
て
の
議
論
が
噴
出
し
、
そ
の
用
途

に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
福
岡
市
長
を
務
め
た
佐
藤
平
太
郎
は
、
大

堀
を
埋
め
立
て
て
競
馬
場
を
作
る
構
想
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
競
馬
は
優
れ
た
軍
馬
育
成
の
た
め
に
も
推
奨

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
福
岡
城
に
駐
屯
す
る
歩
兵
第

二
四
連
隊
長
の
横
地
長
幹
も
賛
同
し
た
と
い
い
ま
す
。
一
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方
で
実
業
家
・
団だ

ん

琢た
く

磨ま

は
、
大
堀
を
水
の
公
園
と
し
て
整

備
す
る
案
を
推
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
城
内
に
あ
っ
た
歩

兵
第
二
四
連
隊
を
別
の
場
所
に
移
転
さ
せ
、
福
岡
城
を
含

め
た
大
公
園
と
す
る
と
良
い
、
と
大
正
八
年
に
新
聞
紙
上

で
述
べ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
大
正
五
年
に
福
岡
で
陸
軍
大
演
習
が
開
催
さ
れ

る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
天
皇
が
閲
兵
を
行
う
城
外
練
兵
場

の
北
側
に
隣
接
す
る
大
堀
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
て
は
見

苦
し
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
埋
め
立
て
論
は
力
を
増
し
ま

す
。
県
は
約
五
千
円
の
経
費
を
投
じ
て
土
砂
の
除
去
な
ど

の
清
掃
を
行
い
ま
し
た
が
、
こ
の
県
の
対
策
は
小
手
先
と

い
う
批
判
も
あ
り
、
埋
め
立
て
に
対
す
る
要
望
は
根
強
く

残
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
福
岡
市
か
ら
東
亜
勧
業
博
覧
会
の
開
催
地
と

し
て
大
堀
を
利
用
し
た
い
と
の
要
望
が
出
た
こ
と
を
契
機

に
、
県
で
は
博
覧
会
後
に
大
堀
を
県
営
公
園
と
し
て
整
備

し
、
不
用
地
を
売
却
す
る
と
い
う
案
が
持
ち
上
が
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
県
に
と
っ
て
も
利
益
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、

大
正
十
四
年
十
二
月
十
四
日
の
福
岡
県
会
に
お
い
て
満
場

一
致
で
可
決
さ
れ
、
大
堀
の
埋
め
立
て
問
題
は
決
着
を
み

ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
大
堀
で
東
亜
勧

業
博
覧
会
が
開
幕
、
そ
の
後
、
昭
和
四
年
に
は
県
営
公
園

が
完
成
し
、
大
堀
は
「
大
濠
公
園
」
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
大
濠
公
園

　
大
濠
公
園
は
昭
和
四
年
の
開
園
か
ら
九
〇
年
以
上
が
経

過
し
ま
し
た
。
公
園
は
そ
の
時
々
の
人
び
と
の
憩
い
の
場

と
し
て
あ
り
続
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
平

坦
な
道
の
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
土
砂
や
生
活
排

水
の
流
入
に
よ
る
水
質
汚
染
や
そ
れ
に
と
も
な
う
臭
気
の

問
題
、
周
回
道
路
を
自
動
車
が
走
る
こ
と
で
の
排
気
ガ
ス

問
題
、
治
安
問
題
な
ど
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し

た
。
特
に
水
質
悪
化
と
臭
気
の
問
題
に
お
い
て
は
、
多
く

の
人
び
と
が
そ
の
解
決
に
向
け
て
の
運
動
を
展
開
し
、
尽

力
し
ま
し
た
。

　
現
在
は
多
く
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
問
題
が
出
る
た
び
に
全

面
埋
め
立
て
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
水
や
緑
に

あ
ふ
れ
た
「
憩
い
の
場
」
は
当
た
り
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
水
と
緑
豊
か
な
大
濠
公
園
が
続
い

て
い
く
た
め
に
は
、
人
び
と
の
環
境
に
対
す
る
意
識
や
努

力
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で

し
ょ
う
。

昭和 3年頃の大堀の様子。すでに埋立が終わり、公園造成が行われ
ている。写真右側には水面と中之島がある。写真左側にプールと観覧席
が見えるが、これは県営水泳場（昭和 3年 6月完成）で、周囲のフェ
ンスが見あたらないため建設中であろう。よって時期は昭和 3年上半期
と考えられる 昭和 12年に出版された写真帳に掲載されている大濠
公園の写真。開園後間もない時期の公園の様子がわかる 埋立地の西
南側は、昭和3〜10年に順次売却され、文化住宅が立ち並んだ。この写
真を収録した写真帳の説明には「朝に夕に眺むる公園の景色は我が家の
庭の様」と書かれている



　大堀（大濠公園）に多くの魚がいたことは、特集をご覧いただければお分かりになると思います。大堀の
魚を食べる、ある動物が棲

す

んでいたかもしれない。そんなお話です。

　その動物とは平成 24（2012）年に絶滅種に指定された「ニホンカワウソ」です。
　慶

けい

応
おう

2（1866）年9月4日のお昼過ぎに珍客が登場します。場所は藩主の居所である三の丸御殿の御庭です。
御庭は大堀の土手を登ったすぐ先です。そこで御殿で飼われていた唐

から

犬
いぬ

とカワウソが激闘を繰り広げます。
おそらく唐犬が勝利したのでしょう。そのときの戦利品であるカワウソのヒゲと伝えられるものが福岡市
博物館に収められています（前田多市資料「カワウソヒケ」）。

　カワウソは、江戸時代には食用とされていました。食べ合わせが悪いものとして兎、鶏、蜜が挙げられるほど、
食べられていたことが分かります（武谷文庫「御同食禁忌」、九州大学蔵）。
　城周りの堀では、釣りや漁はもちろん、堀に人が入ることも許されませんでした。餌となる魚がたくさん泳ぎ、
葦が繁茂し、人間がほとんど入らない大堀は、カワウソにとっ
て恰好の棲

すみ

家
か

だったといえるでしょう。

　福岡市博物館にあるものが本当にカワウソのヒゲであるの
か、科学的に調べてみないと分かりませんが、本物であれば
カワウソが大堀に棲んでいたと考えられますし、もしかした
ら当時は、大堀でカワウソが捕まえた魚を並べる「獺

だつ

祭
さい

」が
見られたのかもしれません。

障
碍
物

堀
下 之 橋

大 手 門

上 同  石 橋
（
営
門
）

偕 行 社
鎮 魂 紀 念
碑 の 池 兵 営

城 内 練 兵 場

大
堀

城 外 練 兵 場

土
手

標 的

追 廻 門

堀

射
撃
場

正
門

▲カワウソヒケ（1866 年採集、前田多市資料）。旧福岡藩士
前田家に伝来したカワウソのヒゲ。包紙には「慶応二丙寅年九
月四日昼九ツ時比ヨリ八ツ時比迄之間　御館御庭ニ而唐犬ト
戦其髪取之」とある。写真は原寸大

▲狩野探幽筆「獺図」（17世紀、黒田資料）。福岡藩主黒田家
に伝来したカワウソの絵。作者は狩野派全盛の基礎を築いた江
戸幕府の御用絵師。精緻に描かれているが、近年の研究で足先、
鼻筋、耳、眼の描写が実際のカワウソとは少し異なる点が指摘
されている。黒田家に入った経緯は未詳

▲大正時代の城内練兵場の
図。江戸時代に藩主御殿の庭
園があったのは図の上部の池
が描かれている付近。池は昭
和 20年代前半に埋められた
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【所蔵】国立公文書館→ P.4 ⑥ ● 福岡市博物館→ P.3 ③・⑤・P.4 ⑦・⑩・P.6 ⑫・⑬・⑭・P.7 右下 ● 福岡県立図書館→ P.3 ④・P.4 ⑧・

P.5 ⑪ ● 九州大学附属図書館付設記録資料館→ P.3 ②・P.4 ⑨ ● 福岡市美術館→ P.7 右上

【転載】福岡市史編集委員会編『新修 福岡市史』特別編 福岡城 築城から現代まで（福岡市、2013 年）→ P.3 ①・P.7 左

大 堀 で 獺 祭
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レポート その後の「市史だより」の現場

ドームの周辺～22号～

　本誌 22 号では、シーサイドももちを特集しました。全国でかつてニュー

タウンとよばれたまちの再生が求められるなか、ここは人が集まるニュータ

ウンとして元気な姿を見せていました。写真はそのときに掲載したドーム球

場の周辺です。ホークスタウンの横にインバウンドの観光バスがずらりと並

んでいる姿が印象的です。

　そして久しぶりに見たこの場所は、さらにアップデートされていました。

「福岡ヤフオク！ドーム」から「福岡 PayPay ドーム」に名前が変わったドー

ム球場は、道の向こうにわずかに姿を見せるだけになっています。写真左の

ホークスタウンの跡地には、「MARK IS 福岡ももち」がオープンし（平成 30

〈2018〉年）、その隣には「ザ・パークハウス福岡タワーズ」の 2 棟の高層マ

ンションが立ち並びました。実際に見てみると、どちらも海辺のまちらしく

デザインされた建物です。さらに写真奥に見える「BOSS E・ZO FUKUOKA」（令

和 2〈2020〉年開業）は、福岡ならではのユニークなエンターテインメント

を新たに提供しています。シーサイドももちはようやく 30 年を超えた新し

いまちですが、日々こうして景色を少しずつ変えています。5 年後、10 年後、

このまちがどのように成長していくのか、楽しみです。

周
す

船
せん

寺
じ

の倉庫～24号～

　本誌 24 号では、糸
いと

島
しま

と福岡の交差点として歴史を歩んできた周船寺を特

集しました。大正時代に鉄道が通り、周船寺駅ができたことで、糸島郡の東

の拠点となったまちは、おおいに賑
にぎ

わっていきました。

　ところで、この 24 号の表紙を覚えていらっしゃるでしょうか？ 表紙の建

物は、周船寺駅そばの「JA 福岡市周船寺倉庫」です。もともとこの倉庫は、

農業倉庫業法（大正 6〈1917〉年から施行）によって、昭和初期に建てられ

た農業倉庫でした。全国につくられた農業倉庫は、当時各地の産業組合など

によって経営され、米の価格を安定させる役割なども担いました。福岡県内

だけでも、昭和 6（1931）年時点で 279 棟あったとされます（『福岡県産業組

合及農業倉庫分布地図』昭和 7 年発行）。

　周船寺の農業倉庫は、今でいうなら駅近の物件で、ものを運ぶにはもって

こいの立地。駅を中心にしながら、糸島郡東部の拠点として発展した周船寺

の歴史を思い起こさせる建物の 1 つでした。

　その後の農業倉庫は、時代によって役割を変えながら、近年まで使われて

きたものも多かったのですが（農業倉庫業法は平成 27〈2015〉年に廃止）、

老朽化によってしだいに姿を消すものも増えています。周船寺の倉庫もそ

の 1 つ。長い間、同じ場所でまちの移り変わりを見つめてきたこの倉庫も、

2021 年にその役目を終えました。

　表紙の写真のために、まちの変遷を象徴するような風景を撮ろうとしてい

るとき、偶然この倉庫を見かけたのが 3 年ほど前。こうして写真を見比べて

みると、まちが次の時代に向かっていく節目に立ち会った思いがします。

2016 年

2021 年

2019 年

2021 年
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　大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
福
岡
で
活
躍
し
た
、
中な

か

山や
ま

平へ
い

次じ

郎ろ
う

博
士
を
ご
存
知
で
す
か
。
病
理
学
者
で
あ
っ
た
博

士
は
福
岡
医
科
大
学
（
現 

九
州
大
学
医
学
部
）
に
赴
任
後
、

本
業
の
傍
ら
少
年
時
代
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
考
古
学

研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
専
門
雑
誌
や
新

聞
に
数
々
の
論
説
を
発
表
し
、
の
ち
に
弥
生
時
代
と
よ
ば

れ
る
「
中
間
期
間
」
を
提
唱
し
、
鴻こ

う

臚ろ

館か
ん

の
場
所
を
特
定

す
る
な
ど
、
多
大
な
研
究
成
果
を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た

「
元げ

ん

寇こ
う

防ぼ
う

塁る
い

」
の
名
付
け
親
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
は
、
中
山
平
次
郎
博
士
生
誕

一
五
〇
年
で
し
た
。『
資
料
編 

考
古
』
シ
リ
ー
ズ
で
は
、

中
山
博
士
の
学
説
な
ど
、
行
政
発
掘
調
査
以
前
の
調
査
史

に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　近
世
専
門
部
会
で
は
、『
資
料
編 

近
世
4
』
の
編
集
に

向
け
て
資
料
の
収
集
を
継
続
し
て
い
ま
す
。
先
日
、
あ
る

史
料
群
の
調
査
の
折
に
、
古
い
襖ふ

す
まの
下
に
古
文
書
が
張
り

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
調
査

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
襖
の
下
張
り
文
書
を
調

査
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
で
す
。
勝
手
が
分
か
ら
な
い

た
め
、
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
調
査
の
事
例
や
方
法
を
調

べ
な
が
ら
、
手
探
り
で
の
作
業
と
な
り
ま
し
た
。

　下
張
り
に
は
、
不
要
に
な
っ
た
反ほ

古ご

紙し

を
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
「
捨
て
ら
れ
た
か
も
し
れ

な
い
歴
史
」
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
調
査
に
よ
っ
て
救
い

出
さ
れ
た
史
料
か
ら
新
た
な
歴
史
が
明
ら
か
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　福
岡
の
古
代
の
風
景
が
わ
か
る
資
料
を
集
め
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
平
安
時
代
の
僧
、
蓮れ

ん

禅ぜ
ん

の
漢
詩
が
あ
り
ま
す

（『
本ほ

ん

朝ち
よ
う

無む

題だ
い

詩し

』
所
収
）。
一
例
を
紹
介
す
る
と
、
あ
る
旧

暦
二
月
の
こ
と
、
夕
陽
に
赤
く
染
ま
っ
た
か
す
み
の
な
か

で
、
香か

椎し
い

宮ぐ
う

そ
ば
の
水
辺
で
は
シ
ラ
サ
ギ
が
魚
を
狙
っ
て

い
ま
す
。
ア
シ
が
生
い
繁
る
岸
辺
で
は
、
老
齢
の
漁
師
が

舟
を
お
り
て
、
今
日
の
獲
物
と
酒
を
交
換
し
て
お
り
、
当

の
蓮
禅
は
と
い
う
と
、
門
前
で
塩
を
売
る
商
人
と
、
塩
の

値
段
に
つ
い
て
話
し
込
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　今
は
埋
め
立
て
で
海
か
ら
離
れ
た
香
椎
宮
で
す
が
、
海

の
そ
ば
だ
っ
た
こ
ろ
の
景
色
と
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
び
と

の
姿
が
目
に
浮
か
び
、
つ
い
作
業
の
手
も
止
ま
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　今
号
の
特
集
で
は
、
あ
ま
り
語
ら
れ
て
い
な
い
明
治
・

大
正
期
の
大
堀
を
描
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
歴
史
的
な
公

文
書
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
が
進
ん
で
い
る
成
果
で
も

あ
り
ま
す
。

　そ
の
な
か
で
大
堀
だ
け
で
な
く
、
城
廻
の
堀
に
つ
い
て

も
新
資
料
を
確
認
し
ま
し
た
。
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に

福
岡
市
は
、
堀
の
埋
立
と
払
下
げ
を
請
願
す
る
決
議
を
行

い
ま
し
た
。
こ
の
請
願
は
陸
軍
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
ま
す

が
、
軍
は
福
岡
県
か
ら
出
さ
れ
た
反
対
意
見
を
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
の
資
料
は
『
資
料
編 

近

現
代
3
』
に
収
録
す
る
予
定
で
す
。

　「画が

賛さ
ん

」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
水
墨
画
や
肖
像
画

の
余
白
に
書
き
添
え
ら
れ
た
詩
文
の
こ
と
で
、
美
術
の
分

野
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
画
賛
も
編
集

作
業
中
の
『
資
料
編 

中
世
3
』
に
収
録
す
る
予
定
で
す
。

　と
く
に
肖
像
画
に
添
え
ら
れ
た
画
賛
は
そ
の
人
物
の
業

績
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て

様
々
な
情
報
を
含
ん
で
い
ま
す
。
時
に
は
、
古
文
書
類
に

も
記
さ
れ
て
い
な
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　美
術
品
は
芸
術
的
な
視
点
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
場
合
に
も

重
要
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
も
あ
る
の
で
す
。

　福
岡
の
夏
の
風
物
詩
と
し
て
知
ら
れ
た
大お

お

濠ほ
り

の
花
火
大

会
は
、
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
八
月
十
九
日
に
第

一
回
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
新
聞
で
は
こ
の「
光
の
供
宴
」

に
十
万
人
の
観
衆
が
歓
声
を
あ
げ
た
と
報
じ
て
い
ま
す

（「
西
日
本
新
聞
」
昭
和
二
十
四
年
八
月
二
十
日
）。
こ
の
大
会

は
毎
年
の
恒
例
と
な
り
、
休
止
を
挟
み
つ
つ
平
成
三
十

（
二
〇
一
八
）年
ま
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。福
岡
の
夜
を
彩
っ

て
き
た
長
い
足
跡
を
持
つ
大
会
で
、
こ
れ
か
ら
も
夏
の
思

い
出
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　現
在
制
作
中
の
『
民
俗
編
三 

夜
』
で
は
、
こ
う
し
た

夜
な
ら
で
は
の
楽
し
み
な
ど
も
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
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ナ
ナ
メ
読
み

今回の
ナナメ読みは

A5 判 上製本 1,000頁 
※完売しました。
　お近くの図書館でご覧ください。

福
岡
の
中
世
文
書
か
ら
見
え
る
日
本
の
歴
史

そ
の
6

福岡市博物館  ミュージアムショップ（福岡市早良区百道浜 3-1-1）

 092-823-2800

政府刊行物 福岡市役所内サービスステーション
 （福岡市中央区天神 1-8-1 福岡市役所 地下 1 階）   092-722-4861
ジュンク堂 福岡店（福岡市中央区大名1-15-1 天神西通りスクエア 1〜 3 階）   092-738-3322
丸善 博多店（福岡市博多区博多駅中央街 1-1 JR 博多シティ8F）   092-413-5401

福岡市博物館 市史編さん室（福岡市早良区百道浜 3 -1-1）

 092-845-5245

資
料
編 
中
世
1

 

市
内
所
在
文
書

　み
な
さ
ん
は
「
福
岡
の
中
世
と
い
え
ば
？
」
と
聞

か
れ
た
と
き
に
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？
や
は

り
国
際
都
市
「
博
多
」
で
し
ょ
う
か
。
い
や
い
や
元げ
ん

寇こ
う

防ぼ
う

塁る
い

も
有
名
だ
ぞ
、
櫛く
し

田だ

神
社
も
筥は
こ

崎ざ
き

宮ぐ
う

も
あ
る

し
、
聖
し
よ
う

福ふ
く

寺じ

に
、
承
じ
よ
う

天て
ん

寺じ

も
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
人

物
で
は
や
っ
ぱ
り
豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

？
で
も
博
多
商
人
の

神か
み

屋や

宗そ
う

湛た
ん

・
島し
ま

井い

宗そ
う

室し
つ

、
臨
済
宗
の
聖
し
よ
う

一い
ち

国こ
く

師し

も
忘

れ
ち
ゃ
い
け
な
い
し
、
そ
う
か
足あ
し

利か
が

尊た
か

氏う
じ

も
…
…
と
、

挙
げ
は
じ
め
る
と
切
り
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　こ
ん
な
盛
り
だ
く
さ
ん
の
福
岡
の
中
世
が
記
さ
れ

た
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
古
文
書
の
う
ち
、
福
岡
市
内

に
今
も
あ
る
も
の
だ
け
を
一
冊
に
ま
と
め
た
の
が
、

『
新
修 

福
岡
市
史

　資
料
編 

中
世
1 

市
内
所
在
文

書
』で
す
。十
一
世
紀
後
半
か
ら
慶け
い

長
ち
よ
う
五（
一
六
〇
〇
）

年
ま
で
の
古
文
書
を
掲
載
し
、
そ
の
数
は
な
ん
と

二
三
〇
〇
点
を
超
え
ま
す
。
当
時
に
書
か
れ
た
も
の

や
、
後
世
に
写
さ
れ
た
も
の
ま
で
、
中
世
を
物
語
る

古
文
書
が
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
市
内
に
残
さ
れ
て
い

た
と
は
本
当
に
び
っ
く
り
で
す
。
だ
っ
て
四
〇
〇
年

以
上
も
む
か
し
の
も
の
が
、
こ
の
現
代
に
ま
で
大
事

に
伝
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
。

　と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
古
文
書
に
は
福
岡
市
内
の

歴
史
は
も
ち
ろ
ん
、
市
外
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
が

意
外
に
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
、「
何

で
？
」
と
首
を
か
し
げ
る
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
、「
黒
田
家
文
書
」（
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
）

の
な
か
に
あ
る
、
清
正
公
（
せ
い
し
ょ
こ
）
さ
ん
こ

と
、
加か

藤と
う

清き
よ

正ま
さ

の
書
状
。「
な
ん
だ
、
清
正
が
黒
田

如
水
か
長
政
に
送
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
全
八
通
の
う

ち
、
三
通
は
徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す
の
側
近
、
一
通
は
清
正
の
家

臣
宛
て
（
写
真
）
な
の
で
す
。

　そ
の
う
ち
家
臣
宛
て
の
書
状
（
七
六
三
頁
）
を
読

ん
で
み
る
と
、
関せ
き
ヶが

原は
ら
の
戦
い
の
前
に
大
坂
を
脱
出

し
た
清
正
の
正
室
を
、
熊
本
へ
送
り
届
け
る
際
に
不

手
際
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
を
叱
責
し
た
も
の
で

し
た
。
こ
ん
な
加
藤
家
の
内
輪
話
を
記
し
た
書
状
を
、

な
ぜ
黒
田
家
が
持
っ
て
い
た
の
か
…
…
。
謎
で
す
。

　福
岡
市
に
あ
る
古
文
書
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
市

外
の
歴
史
を
語
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当

然
、
福
岡
市
外
に
も
福
岡
市
の
歴
史
を
語
る
古
文
書

が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、『
資
料
編 

中
世
1
』
だ
け
で
は
、
福
岡
の

中
世
を
語
り
尽
く
し
た
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
す
。

　ご
安
心
く
だ
さ
い
、
ち
ゃ
ん
と
『
中
世
2
』
と
い

う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
話
は
ま
た
今
度
に
。
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▲「加藤清正書状」（福岡市博物館蔵）
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　写真家、批評家として刺激的な著作を数多く著している
港
みなと

千
ち

尋
ひろ

さんに、『予兆としての写真―映像原論―』（岩波書店、
2000 年）という本がある。とても魅力的な、しかし考えよう
によってはちょっと怖くもある、ゾクッとするタイトルであ
る。写真は過ぎ去った過去のイメージを残すものと考えるの
が私たちの常識だが、著者によれば、多くの写真家や映像作
家は、イメージが未来に属するという考えを持っているのだ
そうだ。一見難しそうな写真論に見えるが、「決定的瞬間」と
言われるようなイメージは、「来るべきものを予感してシャッ
ターが切られたような、不思議な印象を与える」と言われると、
ああそうだよなと素直に納得できる。
  もっと身近な例に移して考えてみよう。多くの人にとって、
来たるべきものを予感してシャッターを切ったとしか思えな
い写真といういものがあるはずだ。たとえば昭和 30（1955）
年前後の東京を写した写真である。私が小学校高学年の頃の
東京だから、私にはもちろん懐かしい。そう思う人は多いら
しく、書店に行くと同じようなコンセプトの写真集がたくさ
ん並んでいる。
　不思議に思うのは、なぜ昭和 30 年前後なのだろうというこ
とだ。なぜその時代に、これだけの密度で、東京の街角とそ
こを行き過ぎる人々にシャッターが切られたのか。これが 5
年後の昭和 35 年となると、所得倍増計画を引っ提げた池

いけ

田
だ

勇
はや

人
と

内閣が登場した年であり、経済の高度成長で東京といわず
日本列島全体が激変する喧噪の時代が始まってしまう。逆に 5
年前の昭和 25 年なら、まだ焼け跡・闇市の匂いが残り、戦争
の記憶は人々の脳裏から去っていなかっただろう。どちらに
しても都市の表情は、今日の私たちに懐かしい、ホッとする
といった感情を起こさせる昭和 30 年前後のそれとは異なって
いたはずだ。
　そう考えると、昭和 30 年前後というのは、まことに絶妙の
タイミングに思える。この時代を、「昭和ベルエポック」とか

「小春日和」と表現したのは評論家の川本三郎さんだが、見事
な表現だと思う。同時代人である私の実感にピタリとはまる。
敗戦直後の食うや食わずの時代はなんとか脱した。でも追わ
れるように経済成長にひた走るせわしない時代までは、ほん
の少し時間がある。貧しいながらもどこかにホッと一息感が
あったのが、昭和 30 年前後だ。
　だからこそ不思議なのだ。その時シャッターを切ったカメ
ラマンは、来たるべき列島の激変を予兆して、今でなければ
戦後の小春日和を記録に残せないと考えてシャッターを切っ
たのだろうか。そんなことがあるはずはない。しかし、いま
残されたその時代のイメージを眺める私たちには、それらの
写真は来たるべき未来を予兆してシャッターが切られたとし
か思えないのである。

　もっと身近に、福岡という町の記憶に沿って考えてみよう。
私の念頭にあるのは、井上孝治さん（故人）や北島寛さんの写
真だ。井上孝治さんは福岡市内で写真店を営みながら、作品
が何度もサロン（写真雑誌などの公募展）に入選するような写
真家でもあった。しかし現在では、写真集『想い出の街』（河
出書房新社、1989 年）など、福岡の街とふつうの市民の日常を
写した写真家として知られている。それらの写真は、いかに
もサロン受けしそうな井上さんの他の写真とは全く異なる表
情をしている。そしてそのほとんどが昭和 30 年前後に撮られ
ているのだ。
　『想い出の街』は世に出て評判を呼び、ついにはパリで展覧
会が開かれるまでになった。しかしご子息の井上一

はじめ

さんによ
ると、そもそもご本人には公表する意図など全くなく、ネガ
は長い間押し入れにしまわれたままであったという。井上孝
治さんが、一方でサロンに投稿するためのいわゆる芸術写真
を撮りながら、他方で全く発表の意図を持たない街角の写真
を撮り続けたのはなぜなのだろうか。
　福岡市史の特別編『活字メディアの時代』の編集を通して
眺め続けた北島寛さんの写真* もそうだが、彼らはなぜ昭和
30 年前後という時期に、市井の人々にレンズを向けたのだろ
うか。ご本人にうかがっても、撮りたいから撮ったという返
事しか返ってこないだろう。しかし現在の私たちから見ると、
その後の日本社会の激変を予兆しながらシャッターが切られ
たとしか思えないイメージなのである。
　写真家はただ撮りたいから撮った。そこに来たるべき未来
の予兆を見るのは、私たちがそのようなものとして写真を見
るからだ。この関係は、歴史を考えるという行為と親和性が
強いと思う。そこではイメージを通して、過去と現在の往還
が行われる。それは私たちが、出来事の結果をすべて知るこ
とが出来るという、後から来た者の特権を持っているからだ。
だが持っているということと、それを行使できるということ
は同じではない。
　言葉の上で、昭和 30 年前後の福岡の街と語ってみても、そ
れは漠然とした時間の塊でしかない。しかし写真家がシャッ
ターを切るのは一瞬であり、そのようにして残されたイメー
ジはすべて「決定的瞬間」である。来たるべき未来の姿など
知るはずもない写真家の「決定的瞬間」が秘める予兆に、私
たちの歴史観は拮抗することが出来るだろうか。そう考える
と、『想い出の街』の懐かしさにも、ちょっと恐ろしいものが
ある。

*『街角の記憶 昭和 30 年代の福岡・博多』（海鳥社、2012 年）など

予兆する写真

6
文＝有馬学（福岡市史編集委員会委員長／福岡市博物館総館長）
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　本誌第２号から 25 号にかけて、元福岡市博物館顧問・田
た

坂
さか

大
だい

藏
ぞう

氏により連載された「福岡市史への歩み」は前号の
第 24 回をもって最終回を迎えました。そこで今回は、田坂氏が紹介した戦前から平成に至る「福岡市史への歩み」を
時系列で整理した特別編をお送りします。できごとの末尾に連載回を入れていますので、ご活用いただければ幸いです。
※連載回に 1足した数字が掲載されている市史だよりの号数です。

表紙の写真 歴史を見つめる［大濠公園］
　表紙の写真は、大濠公園内北西にかかる舞鶴橋を北側から撮影したものです。奥にはNHK福岡放送局が顔をのぞかせています。橋の
竣工は中之島にかかる観月橋・茶村橋・五月橋と同じく昭和2（1926）年 3月で、東亜勧業博覧会が開催される直前になります。
ということは、舞鶴橋は竣工からもう少しで100年を迎えようとしています。大濠の水面は変わりませんが、周囲の建物はすっかり様
変わりしました。同じ時期の建築物で変わらないのは、福岡管区気象台の旧館（昭和6年）と、かんぽ生命保険福岡サービスセンター（旧　
福岡簡易保険支局、昭和9年）くらいでしょうか。
　舞鶴橋は、大濠100年の歴史を見つめてきました。これからも見続けることでしょう。橋の欄干は座ることができる構造になっています。
しばし足を止めて、欄干に座り、橋と共に同じ歴史を見つめる時間もステキではないでしょうか。

お 詫 び 既刊の「市史だよりFukuoka」に下記の誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
・22号 P.6【誤】山王病院 →【正】福岡山王病院 ／ P.7【誤】SPRビル →【正】SRPビル
・25号 P.10【誤】多門櫓 →【正】多聞櫓

特別編

み
ぎ
わ
の
攻
防

―

大
濠
公
園
前
史―

市史だより Vol.26  |  案⑪  |  A4 広報誌  |  H297×W420

連載コラム 特別編

年 月 市史編さん事業に関するできごと
大正 3 年 4 月 高野江基太郎ら雑誌『筑紫史談』を創刊する（6）

大正 9 年 11 月 宇佐書紀、「市史編さん大綱」の調査を命じられる（2・3・5）

大正 14 年 9 月 有吉憲彰、雑誌『福岡』を創刊する（6）

昭和 2 年 永島芳郎、市史編纂担当者に任命される（2・3・5）

昭和 3 年 4 月 福岡市教育支会、『福岡史要』を刊行する（5）

昭和 4 年 11 月 「筆耕」1 名、雇用（3）

昭和 7 年 4 月 「筆耕」1 名、増員（3）

昭和 8 年 4 月 臨時雇いだった係員が正式な「福岡市雇」職員となる（3）

「福岡市公報」等への寄稿が続く（3）

薬王密寺東光院の保存運動に奔走する（3・4）

昭和 9 年 3 月 次年度予算で印刷費 500 円が削減される（4）

昭和 11 年 4 月 福岡市教育会、『福岡史考』を刊行する（5）

昭和 13 年 市制施行 50 年史の編纂に着手（2・6）

昭和 14 年 3 月 『福岡市市制施行五十年史』刊行（2・6）

市史編纂事業、小規模ながら継続する（2）

昭和 23 年 永島芳郎、没し、伊東尾四郎が後任となる（7・10）

昭和 24 年 8 月 伊東尾四郎、没す（7・10）

昭和 25 年 3 月 三好市長を会長とする『福岡』刊行会、『福岡』を刊行（9）

小野有耶介、市史担当嘱託となり、6 月に正規職員となる（2・7・8・10・12）

10 月 「福岡市史編纂に対する構想」策定される（2・8・10・12）

11 月 「福岡市市史編さん委員会規程」策定される（2・8・10・12）

昭和 26 年 7 月 第一回編纂委員会、流会。事業は無期延期となる。（2・8・12）

昭和 27 年 6 月 小野、市長に宛てて「市史編さんに関する上申書」を作成（8・12）

昭和 31 年 6 月 市史編纂委員会が招集される（13）

昭和 34 年 3 月 『福岡市史　第 1 巻　明治編』刊行（14・15）

昭和 36 年 3 月 『福岡市史　明治編　資料集』刊行（15）

昭和 42 年 「元寇防塁保存整備懇談会」設置、『史跡元寇防塁関係編年史料』刊行（16）

昭和 46 年 3 月 『注解元寇防塁編年史料』刊行（16）

昭和 48 年 福岡市文化財保護条例制定（1・16・17）

昭和 50 年 「蒙古襲来絵詞」複製出版（16）

昭和 57 年 11 月 福岡市、フランス・ボルドー市と姉妹都市締結。この後、絵本仕立ての歴史本『ボルドーの歴史』が贈られ、市史の構想
に影響を与える（18・19）

平成 10 年 3 月 行政資料中心の『福岡市史』の編纂が終了（20）

11 月 「福岡市文化賞」表彰式後、武野要子教育委員が桑原市長に本格的な自治体史の編さん開始を懇請する（20）、市長交代す
る（21・22）、市史編さん事業予算がわずかに認められる（22）

平成 12 年 総務企画局で市史編さん事業費として 518 万 3000 円が計上される（24）

平成 16 年 1 月 山崎市長、市史編さん事業費として 7000 万円の復活予算要求を承認する（24）

4 月 『新修 福岡市史』の編さん事業が本格的に開始する（23）

平成 22 年 8 月 吉田市長、定例記者会見で「新修 福岡市史」の刊行を発表する（13）

平成 30 年 3 月 川添昭二九州大学名誉教授（福岡市史編さん委員会相談役）、没す（23）


